
「教化学研究２」2011. 3 58

葬
儀
を
考
え
る
│
布
施
に
つ
い
て

岩　

田　

親　

靜

１
、
は
じ
め
に

　

島
田
裕
巳
『
葬
式
は
、
要
ら
な
い
』（
幻
冬
舎
新
書
）、
ア
エ
ラ
一
〇
月
一
一
日
号
「『
お
寺
』
は
も
う
い
ら
な
い
」
と
い
っ
た
も
の
が

出
版
さ
れ
、
葬
式
仏
教
へ
の
批
判
が
集
中
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

特
に
ア
エ
ラ
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
イ
オ
ン
の
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
た
「
お
布
施
の
目
安
」
は
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。（『
宝
島
』
二

〇
一
〇
年
八
月
二
五
日
発
行　

第
三
八
巻
第
九
号
で
も　

各
宗
旨
宗
派
の
お
布
施
の
相
場
と
い
っ
た
も
の
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。）

　

本
年
九
月
一
三
日
に
は
秋
葉
原
で
全
日
本
仏
教
会
が
「
葬
儀
は
誰
の
為
に
行
う
の
か
？
〜
お
布
施
を
め
ぐ
る
問
題
を
考
え
る
〜
」
と
し

て
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
件
に
関
し
て
ア
エ
ラ
が
取
り
上
げ
話
題
に
し
た
の
が
先
の
「『
お
寺
』
は
も
う
い
ら
な
い
」

と
い
う
記
事
で
あ
り
ま
す
。

　

記
事
で
は
、
Ｈ
Ｐ
上
で
「
お
布
施
の
目
安
」
な
る
も
の
が
発
表
さ
れ
全
日
仏
が
反
論
し
、
削
除
さ
れ
た
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

サ
ー
ビ
ス
の
開
始
と
と
も
に
仏
教
界
で
大
問
題
に
な
り
、「
お
布
施
と
い
う
信
仰
の
核
心
部
分
が
、
僧
侶
へ
の
ギ
ャ
ラ
の
よ
う
に
表

示
、
商
品
化
さ
れ
た
」
と
全
日
仏
が
猛
反
発
。
九
月
に
な
っ
て
イ
オ
ン
が
削
除
し
た
か
ら
だ
。
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
で
は
削
除
前
の
も
の

が
映
し
出
さ
れ
た
の
だ
が
、
今
で
も
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
か
け
れ
ば
、
一
覧
表
と
同
じ
内
容
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

（
六
八
頁
）
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さ
ら
に
こ
の
記
事
で
は
、
全
日
仏
の
対
応
に
関
し
て
、
大
和
総
研
の
石い
し

田だ

佳よ
し

宏ひ
ろ

氏
の
コ
メ
ン
ト
も
載
せ
ら
れ
て
も
い
ま
す
。

　
「
値
段
を
明
示
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
で
は
な
い
か
、
と
サ
ー
ビ
ス
業
と
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
当
局
に
課
税
さ
れ

る
、
と
い
う
懸
念
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。」（
六
九
頁
）

　

現
行
法
律
上
、
お
布
施
は
、
確
か
に
課
税
対
象
で
は
な
い
が
、
料
金
表
的
な
も
の
が
あ
れ
ば
課
税
の
原
因
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

一
方
で
、
此
経
啓
助
『
都
会
の
お
葬
式
』（
生
活
人
新
書　

二
〇
〇
二
年
）
で
は

　

た
と
え
ば
「
二
一
世
紀
の
仏
教
を
考
え
る
会
」
が
「
仏
式
葬
儀
に
つ
い
て
の
不
満
や
提
言
」
を
公
募
し
た
と
こ
ろ
、
全
国
か
ら
一
四

四
人
が
意
見
を
よ
せ
て
く
れ
た
。
六
〇
代
、
七
〇
代
の
男
性
が
六
割
余
で
、
女
性
は
彼
ら
の
伴
侶
に
あ
た
る
五
〇
代
が
多
か
っ
た
。
不

満
の
ほ
と
ん
ど
が
戒
名
料
を
ふ
く
め
た
寺
院
の
葬
儀
費
用
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
、
高
額
で
金
額
設
定
が
不
明
瞭
で
は
な
い
か
、
と
指
摘

し
て
い
た
。（
五
頁
）

　

と
あ
り
、
高
額
で
あ
る
こ
と
と
同
時
に
金
額
設
定
の
不
明
瞭
さ
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
あ
る
種
の
金
額
基
準
を
喪
主
側
も
求
め
て
い

る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
具
体
的
な
布
施
（
財
施
）
を
め
ぐ
る
ク
レ
ー
ム
か
ら
検
討
を
始
め
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

２
、
布
施
を
め
ぐ
る
ク
レ
ー
ム

　

布
施
を
め
ぐ
る
ク
レ
ー
ム
に
関
し
て
は
、
平
成
一
三
年
作
成
で
少
々
ふ
る
い
も
の
に
な
る
が
、
仏
教
情
報
セ
ン
タ
ー
編
『
仏
教
テ
レ
フ

ォ
ン
相
談
一
〇
万
件
の
中
身　

寺
と
僧
へ
の
世
間
の
期
待
と
苦
情
』（
国
書
刊
行
会　

二
〇
〇
一
年
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
に
あ
る
戒

名
料
・
布
施
に
関
す
る
ク
レ
ー
ム
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

・ 

最
初
に
戒
名
料
の
額
を
聞
い
た
ら
「
適
当
に
」
と
言
っ
て
い
た
の
に
、
後
に
法
外
な
金
額
を
言
っ
て
き
た
。
払
わ
な
か
っ
た
ら
訴
え
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ら
れ
る
の
か
。（
九
一
頁
）

・ 
う
ち
は
由
緒
あ
る
寺
な
の
で
、
お
布
施
は
私
の
心
積
も
り
を
は
る
か
に
超
え
た
額
を
言
わ
れ
た
。
今
度
、
納
骨
法
要
が
あ
る
が
、
お

布
施
の
用
意
に
悩
ん
で
い
る
。（
九
二
頁
）

・ 

母
の
葬
儀
の
時
、「
大
姉
」
で
計
七
〇
万
の
布
施
を
要
求
さ
れ
た
。
父
の
時
は
「
不
如
意
で
地
味
に
」
と
言
っ
た
の
に
聞
き
入
れ
ら

れ
ず
、
僧
侶
五
人
で
九
〇
万
に
も
な
っ
て
し
ま
っ
た
。（
九
三
頁
）

・ 

父
が
亡
く
な
り
、
菩
提
寺
に
葬
儀
を
依
頼
し
た
ら
、
戒
名
料
と
お
布
施
で
一
〇
〇
万
円
支
払
う
よ
う
に
言
わ
れ
た
。
ど
う
し
た
ら
よ

い
か
わ
か
ら
な
い
。
借
金
を
し
て
で
も
払
わ
な
い
と
い
け
な
い
の
か
。
ま
た
、
今
後
の
四
十
九
日
忌
や
一
周
忌
の
こ
と
も
あ
り
、
本

当
に
悩
ん
で
い
る
。（
八
三
頁
）

・ 

お
布
施
の
額
を
見
て
、
副
住
職
が
「
こ
ん
な
お
布
施
で
は
」
と
読
経
を
拒
否
し
た
。
離
檀
す
る
。
新
し
い
寺
の
住
職
も
、
や
が
て

「
カ
ネ
、
カ
ネ
」
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
。（
九
一
頁
）

　

上
記
の
ク
レ
ー
ム
の
中
に
は
「
戒
名
料
」
な
る
表
現
が
あ
り
ま
す
が
、
平
成
一
二
年
一
月
に
全
日
本
仏
教
会
は
「
今
後
、『
戒
名
（
法

名
）
料
』
と
い
う
表
現
・
呼
称
は
用
い
な
い
。
仏
教
本
来
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
僧
侶
・
寺
院
が
受
け
る
金
品
は
、
全
て
お
布
施
（
財

施
）
で
あ
る
。
従
っ
て
、
戒
名
（
法
名
）
は
売
買
の
対
象
で
は
な
い
こ
と
を
表
明
す
る
。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
見
解
は
妥
当
だ
と

思
わ
れ
ま
す
。
戒
名
・
法
号
は
、
信
者
と
し
て
授
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
お
布
施
の
額
で
読
経
を
「
行
う
」「
行
わ
な
い
」
な
ど
と
言
う
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

一
方
で
、
多
く
の
寺
院
の
活
動
は
檀
信
徒
の
布
施
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
す
。

　

此こ
れ

経つ
ね

啓け
い

助す
け

『
都
会
の
お
葬
式
』
で
は
左
記
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　

お
寺
の
葬
儀
費
用
に
対
す
る
檀
信
徒
の
不
満
は
、
か
な
り
大
き
い
も
の
が
あ
る
。「
二
一
世
紀
の
仏
教
を
考
え
る
会
」
の
調
査
に
よ

れ
ば
、
現
代
で
は
日
本
仏
教
の
現
状
に
つ
い
て
の
知
識
や
情
報
に
疎
い
と
こ
ろ
に
加
え
て
、
お
寺
が
宗
教
法
人
で
、
住
職
と
檀
信
徒
の
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協
力
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
現
実
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
お
寺
の
葬
儀
費
用
（
と
く
に

戒
名
料
）
に
は
、
葬
儀
社
に
支
払
う
費
用
と
同
様
に
「
全
国
的
な
標
準
」
や
「
一
般
的
な
値
段
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
つ
い
つ

い
考
え
が
ち
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
情
報
化
社
会
の
な
か
で
、
葬
儀
費
用
が
平
均
化
し
つ
つ
あ
る
と
は
言
っ
て
も
、
現
実
に
は
て
ん

で
ん
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
。

　

い
く
つ
も
の
宗
派
が
あ
り
、
地
方
に
よ
っ
て
葬
儀
の
や
り
方
が
異
な
り
、
住
職
の
寺
院
運
営
の
方
法
も
多
様
で
、
檀
家
数
も
そ
れ
ぞ

れ
違
う
。
ど
う
し
て
同
じ
金
額
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
葬
儀
費
用
は
お
寺
に
よ
っ
て
異
な
る
の
が
常
識
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
お
寺
は
家
族
を
抱
え
た
住
職
の
私
有
財
産
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
運
営
に
は
檀
信
徒
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。（
一
二
〇

頁
）

　

上
記
の
よ
う
に
布
施
の
問
題
は
、
寺
院
の
運
営
と
も
直
結
す
る
問
題
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
地
域
や
檀
家
数
に
よ
り
異
な
る
も
の
で
も

あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
、
一
律
に
こ
の
金
額
が
適
正
な
ど
と
は
言
え
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
寺
院
は
運
営
の
た
め
に
、
檀
信
徒

は
ど
の
程
度
包
め
ば
よ
い
か
と
悩
む
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
あ
る
種
の
基
準
と
言
っ
た
も
の
が
存
在
す
る
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
こ
れ
は
明
確
な
料
金
表
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
先
の
ク
レ
ー
ム
例
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
昨
今
の
経
済
事

情
の
中
で
は
、
十
分
な
お
布
施
を
払
え
な
い
な
い
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
方
に
無
理
を
し
て
で
も
出

し
な
さ
い
と
言
う
の
は
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？　

そ
れ
こ
そ
檀
家
離
れ
、
寺
離
れ
を
促
進
さ
せ
、
住
職
の
信
用
を
お
と

し
め
る
原
因
に
な
る
と
お
も
わ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
今
一
度
、
布
施
の
原
義
を
踏
ま
え
た
上
で
、
現
代
に
お
い
て
今
後
寺
院
・
僧
侶
が
ど
う
対
応
し
て
い
く
べ
き
か
を

考
え
み
ま
し
ょ
う
。
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３
、
布
施
の
原
義

　

布
施
と
は
本
来
、
菩
薩
の
行
う
六
つ
の
実
践
徳
目
（
六
波
羅
蜜
）
の
一
つ
で
す
。
通
常
、
僧
侶
に
対
し
て
施
し
与
え
ら
れ
る
金
品
す
な

わ
ち
財
施
だ
け
が
布
施
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
教
え
を
説
き
与
え
る
法
施
や
怖
れ
を
取
り
除
い
て
や
る
無
畏
施
も
含
め
三
施
を
布
施
と
い
い

ま
す
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
が
、
布
施
（
三
施
）
は
仏
道
修
行
で
あ
り
、
執
着
の
心
を
離
れ
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
こ
と
で
す
。
サ
ー
ビ

ス
に
対
す
る
対
価
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
通
夜
・
葬
儀
も
含
め
法
事
の
機
会
に
施
主
は
財
施
を
行
い
、
住
職
・
僧
侶

は
法
要
・
説
教
と
い
う
法
施
・
無
畏
施
を
行
う
と
い
う
仏
道
修
行
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

佐さ

さ々

木き

閑し
ず
か『

日
々
是
修
行
│
現
代
人
の
た
め
の
仏
教
一
〇
〇
話
』
は
仏
教
の
原
理
的
な
考
え
方
を
現
代
に
生
か
す
こ
と
を
考
え
て
つ
く

ら
れ
た
書
物
で
す
が
、
布
施
に
か
ん
し
て
は
下
記
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

資
料
①

　

 　

古
代
イ
ン
ド
の
仏
教
修
行
者
は
、
ひ
た
す
ら
修
行
に
打
ち
込
ん
だ
。
ま
わ
り
の
一
般
人
は
そ
の
ひ
た
む
き
な
姿
に
感
激
し
、「
こ
の

人
な
ら
、
お
布
施
を
あ
げ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
」
と
考
え
て
、
食
べ
物
や
日
用
品
を
差
し
出
し
た
。
修
行
に
邁
進
す
る
僧
侶
の
姿
が
、
人

の
心
を
惹
き
つ
け
る
の
だ
。
こ
こ
に
僧
侶
と
信
者
を
結
ぶ
絆
が
生
ま
れ
る
。
だ
か
ら
修
行
者
は
、
そ
の
絆
を
守
る
た
め
、
自
分
の
生
活

の
す
べ
て
を
み
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
信
用
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。（
五
六
頁
）

資
料
②

　

 　

仏
教
の
僧
侶
に
払
う
お
金
、「
お
布
施
」
は
い
く
ら
が
適
正
か
。
一
〇
〇
円
か
一
〇
〇
万
円
か
。
こ
れ
は
、
実
は
き
め
ら
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
お
布
施
は
「
も
の
」
や
「
サ
ー
ビ
ス
」
で
は
な
く
、
そ
の
僧
侶
の
「
姿
や
言
葉
」
に
対
し
て
払
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
中
略
）
お
布
施
は
、
僧
侶
自
身
の
あ
り
方
に
対
す
る
、
ま
わ
り
の
人
々
の
外
部
評
価
の
表
れ
だ
。
そ
の
額
は
、
お
布
施
す
る
側
が
決
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め
る
。
自
分
で
納
得
し
た
額
が
適
正
価
格
に
な
る
の
だ
。

　

 　

僧
侶
の
価
値
は
、
そ
の
僧
侶
の
存
在
が
自
分
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
の
重
さ
を
持
つ
か
、
そ
の
一
点
で
決
ま
る
の
で
あ
る
。（
一
九
二

頁
）

資
料
③

　

 　

考
え
て
み
れ
ば
、
僧
侶
と
い
う
の
は
奇
妙
な
存
在
だ
。
普
通
の
人
な
ら
朝
か
ら
晩
ま
で
働
い
て
、
そ
れ
で
な
ん
と
か
日
々
の
生
計
を

立
て
て
い
く
も
の
な
の
に
、
そ
う
い
う
堅
気
の
生
活
を
放
り
出
し
て
「
自
分
を
高
め
る
」
な
ど
と
い
う
破
天
荒
な
目
標
に
一
生
を
か
け

る
の
だ
か
ら
無
鉄
砲
で
あ
る
。
し
か
も
毎
日
の
ご
飯
は
仕
事
を
し
て
い
る
一
般
人
か
ら
お
布
施
で
賄
お
う
と
い
う
の
だ
か
ら
虫
が
い
い
。

　

 　

無
鉄
砲
で
虫
が
い
い
こ
と
な
ど
、
こ
の
世
に
ま
か
り
通
る
は
ず
が
な
い
の
に
、
こ
の
出
家
と
い
う
行
為
は
、
二
五
〇
〇
年
間
東
ア
ジ

ア
全
域
で
営
々
と
続
い
て
き
た
。
そ
の
理
由
は
「
出
家
し
た
人
は
、
出
家
し
て
い
な
い
人
よ
り
も
、
人
格
が
高
貴
で
、
行
動
が
誠
実
で
、

智
慧
が
あ
る
」
と
皆
が
考
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
実
際
に
、
多
く
の
僧
侶
が
そ
う
い
う
姿
を
皆
に
示
し
て
き
た
の
で
あ

る
。

　

 　

こ
の
世
に
仏
教
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、「
お
坊
さ
ん
は
普
通
の
人
よ
り
も
立
派
だ
」
と
い
う
社
会
通
念
が
絶
対
必
要
で
あ
る
。
立

派
だ
か
ら
こ
そ
、
お
布
施
を
あ
げ
る
価
値
が
あ
る
。
僧
侶
と
は
本
来
、
丸
裸
の
自
分
の
存
在
そ
の
も
の
が
評
価
の
対
象
と
な
る
、
非
常

に
厳
し
い
生
き
方
な
の
だ
。

　

 　

社
会
か
ら
の
布
施
が
な
け
れ
ば
、
仏
教
と
い
う
宗
教
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
の
布
施
が
も
ら
え
る
か
ど
う
か
は
、
僧
侶
の
品
格
次
第
。

と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
の
栄
枯
盛
衰
は
す
べ
て
、
そ
の
時
々
の
僧
侶
の
質
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

 　

現
代
社
会
の
教
育
水
準
は
随
分
高
い
。
仏
教
を
見
る
人
々
の
目
も
厳
し
く
な
っ
て
い
る
。
い
い
加
減
な
気
持
ち
で
い
る
と
す
ぐ
見
抜

か
れ
る
。
今
は
ま
だ
檀
家
制
度
の
名
残
で
な
ん
と
か
も
っ
て
い
る
が
、
や
が
て
は
僧
侶
一
人
ひ
と
り
の
資
質
や
、
個
々
の
教
団
の
姿
勢

が
、
直
接
天
秤
に
か
け
ら
れ
る
日
が
来
る
。
大
変
だ
が
、
面
白
い
時
代
で
も
あ
る
。
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外
か
ら
評
価
さ
れ
る
緊
張
感
が
、
僧
侶
の
修
練
に
磨
き
を
か
け
る
。
そ
れ
が
結
局
は
仏
教
と
い
う
宗
教
の
地
固
め
に
な
る
。
人
々
の

目
が
仏
教
を
育
て
る
の
だ
。
仏
教
を
生
か
す
も
殺
す
の
か
、
そ
の
決
定
権
と
責
任
は
、
お
布
施
を
す
る
信
者
側
に
あ
る
と
い
う
点
が
肝

心
な
の
で
あ
る
。（
九
四
・
九
五
頁
）

　

佐
々
木
氏
は
、
自
分
の
生
活
の
す
べ
て
を
み
て
も
ら
っ
た
う
え
で
、
お
坊
さ
ん
の
「
姿
や
言
葉
」
が
普
通
の
人
よ
り
も
立
派
で
あ
る
こ

と
、
僧
侶
の
品
格
が
高
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
資
料
③
で
は
「
社
会
か
ら
の
布
施
」「
僧
侶
一
人
ひ
と
り
の
資
質
や
、
個
々
の
教
団
の
姿
勢
が
、
直
接
天
秤
に
か
け
ら
れ
る
」

と
い
っ
た
表
現
や
「
人
々
の
目
が
仏
教
を
育
て
る
の
だ
。
仏
教
を
生
か
す
も
殺
す
の
か
、
そ
の
決
定
権
と
責
任
は
、
お
布
施
を
す
る
信
者

側
に
あ
る
と
い
う
点
が
肝
心
な
の
で
あ
る
。」
と
い
っ
た
表
現
が
あ
り
、
自
己
満
足
で
は
な
く
社
会
や
人
々
の
目
線
を
か
な
り
意
識
す
る

必
要
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
ま
す
。
第
三
者
的
視
点
、
社
会
性
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

５
、
お
わ
り
に

　

布
施
は
僧
侶
と
檀
信
徒
を
結
ぶ
絆
が
あ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
す
。
寺
院
・
僧
侶
に
対
す
る
信
頼
が
絶
対
的
に
必
要
な
も
の
と
い
え
ま

す
。

　

故
に
佐
々
木
氏
の
指
摘
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
僧
侶
自
身
は
、
檀
信
徒
に
納
得
し
て
も
ら
え
る
生
活
態
度
が
必
要
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

華
美
な
生
活
を
控
え
、
自
ら
の
立
ち
居
振
る
舞
い
や
言
動
に
注
意
し
、
檀
信
徒
の
模
範
と
な
る
べ
く
努
力
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
は
、
佐
々
木
氏
の
言
う
よ
う
に
「
現
代
社
会
の
教
育
水
準
は
随
分
高
い
。
仏
教
を
見
る
人
々
の
目
も
厳
し
く
な
っ
て
」
お
り
、

「
僧
侶
一
人
ひ
と
り
の
資
質
や
、
個
々
の
教
団
の
姿
勢
が
、
直
接
天
秤
に
か
け
ら
れ
る
日
が
来
」
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
僧
侶
・
寺
院

は
檀
信
徒
や
社
会
に
対
し
て
、（
僧
侶
と
し
て
の
品
格
を
高
め
る
と
い
う
）
従
来
的
な
考
え
方
よ
り
、
一
歩
前
進
し
て
、
布
施
を
還
元
し
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て
い
く
活
動
、
顔
が
見
え
る
活
動
が
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
僧
侶
・
寺
院
を
支
え
る
意
義
を
檀

信
徒
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
ま
す
。

　

布
施
を
還
元
し
て
い
く
活
動
、
顔
が
見
え
る
活
動
と
は
、
住
職
の
個
性
と
も
関
わ
り
が
あ
り
ま
す
が
、
具
体
的
に
は
寺
報
の
発
行
や
イ

ベ
ン
ト
の
開
催
、
子
供
会
の
運
営
な
ど
諸
々
の
方
法
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
活
動
報
告
の
一
端
と
し
て
、
寺
院
の
会
計
を
公
開
す

る
と
い
う
方
法
も
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

此こ
れ

経つ
ね

啓け
い

助す
け

著
『
都
会
の
お
葬
式
』
に
次
の
様
な
表
現
が
あ
り
ま
す
。

　

本
来
な
ら
ば
葬
儀
費
用
に
ま
つ
わ
る
不
満
は
、
住
職
や
檀
家
総
代
な
ど
に
相
談
し
て
、
自
分
で
解
決
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
り
わ
け
住
職
が
そ
の
任
に
あ
た
る
べ
き
な
の
だ
。

　

実
際
、
檀
信
徒
が
不
満
を
抱
か
な
い
お
寺
は
い
く
つ
も
あ
る
。
住
職
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
お
寺
の
檀
信
徒

な
ら
ば
、
住
職
か
ら
葬
儀
費
用
に
つ
い
て
納
得
の
い
く
説
明
を
も
ら
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
檀
信
徒
が
不
満
を
持
つ
お
寺
が
あ
る
。
運
が
悪
い
の
で
あ
る
。
お
寺
を
選
ぶ
自
由
が
（
一
般
的
で
は
）
な
い
。
よ
く
住
職
と

話
し
あ
っ
た
ら
い
い
と
言
う
が
、
こ
う
い
う
お
寺
の
住
職
は
檀
信
徒
へ
の
対
応
が
悪
い
の
で
あ
る
。（
一
二
〇
・
一
二
一
頁
）

　

先
の
引
用
文
で
触
れ
た
よ
う
に
、
寺
院
は
「
檀
信
徒
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
」
と
す
れ
ば
、
我
々
寺
院
・
僧
侶
は
檀
信
徒
（
お
布
施

を
す
る
信
者
側
）
に
対
し
て
説
明
責
任
を
有
し
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。（
こ
こ
で
の
説
明
責
任
は
、
立
ち
居
振
る
舞
い
（
背
中
で
の

布
教
）、
寺
院
の
活
動
と
い
っ
た
も
の
も
含
ま
れ
ま
す
。）
病
院
で
は
患
者
に
対
す
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
（
説
明
と
納
得
）

が
叫
ば
れ
て
久
し
い
が
、
寺
院
・
僧
侶
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？　

よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
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